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『
俊
頼
髄
脳
』
の
題
詠
論

に

つ
い
て

伊

倉

史

人

 
 

お

ほ
か
た

う
た

を
よ

ま
ん

に

は
、

だ

い
を
よ

く
心

ゆ

べ
き
也
。

だ

い

 
 

の
も

じ

は
三
文
字

四
文
字

五
文
字

あ

る
を

か
ぎ

ら
ず

、

よ
む

べ
き
文

 
 

字
、

か
な

ら
ず

し
も

よ

ま
ざ

る
文

字
、

ま

は
し

て
心
を

よ
む

べ
き
文

 
 

字
、
さ

〉

へ
て
あ

は
ら

に
よ
む

べ
き
文
字

あ

る
を
よ
く

心
く

べ
き
也

。

 
 

 
 

 
 

 
 
 
b》 
b> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(マ
マ
)

 
 

心
を

ま
は
し

て
よ
む

べ
き
文
字

を
あ
ら

は
に
よ

み
た
る
文
字

わ

う
し
。

 
 

た

ゴ
あ

ら
は

に
よ

む

べ
き
文
字

を

ま
は
し

て
よ

み
た

る
も
く

だ
け

て

 
 

わ

う
し
。
か
や
う

の
こ
と
は
な
ら

ひ

つ
た

ふ

べ
き

に
も
あ
ら
ず

。
た

ゴ

 
 

わ

が
心
を

え

て
さ

と
る

べ
き
也

。
だ

い
を

も
よ

み
、
そ

の
事

と
な

る

 
 

ら

ん

お
り

の
寄

は
、

思
ぼ

や

す

か
り
ぬ

べ
き
事
也

。

 
 

 
 

 
 

(国

立
国
会

図
書

館
蔵

「
俊

頼
髄

脳
」
(外
題
)
/

丑

l
b。
卜。
)

 
右

は
題

の
文

字

の
詠

み
方

を
説

い
た

『
俊
頼
髄

脳
』

中

の
有
名

な

一
節

で
あ

る
。

題
詠

に

つ
い
て
論

じ
た
歌

学
書

は
少

な
く

な

い
が

、

こ

の

『俊

頼
髄

脳
』

の
題

詠
論

は
現

在
確

認

で
き

る
限

り
そ

の
最

も
早

い
例

と
し

て

知

ら
れ

て

い
る
。
時

代

は
下

っ
て

『
簸
河

上
』

に
は

「
こ
と
ひ

ろ
く

し
て

あ

や

ま
り

お
ほ
し

と
そ
申

し

つ
た

へ
た

れ
ど

も
、
題

の
寄

を
よ

む

べ
き
さ

ま
し

る

せ

る
と

こ

ろ
は

さ

も
や

と

み
た

ま

ふ
」

と
あ

り
、

『俊

頼

髄
脳

』

の
中

で
も
右

の
題

詠
論

は
評
価

さ
れ

て

い
た

こ
と
が

わ
か

る
が
、

真
観

の

評
価

を

待

つ
ま

で
も
な

く
平
安
末

期

の
歌
学

書

に

お
い
て
既

に
同
題

詠
論

が

注
目

さ
れ

て

い
た

こ
と
は
周
知

の
通
り

で
あ

る
。
例

え
ば

、
鴨

長

明

は

『無

名
抄

』

の
冒
頭

で
、

 
 

歌

ハ
題

ノ
心

ヲ

ヨ
ク
心
得

ベ
キ
ナ
リ
。

俊
頼

髄
脳

ト
云

物

ニ
ゾ

シ
ル

 
 

シ
テ
侍

メ

ル
。

カ
ナ
ラ
ズ

マ

ハ
シ
テ

ヨ
ム

ベ
キ
文

字
、

中

々

マ

ハ
シ

 
 

テ

ワ

ロ
ク

キ

コ

ユ
ル
文
字

ア

リ
。
必

シ
モ

ヨ
ミ
ス

エ
ネ
ド

、
自

シ
ラ

 
 

ル

・
文

字

ア
リ
。

所
謂

「
暁

天
落
花

」

「雲

間
郭

公
」

「
海

上
名

月

」
、

 
 

此

等

ノ
ゴ

ト
ク

ハ
、

第

ニ

ノ
文

字

ハ
必

シ

モ
ヨ

マ
ズ
、

ミ
ナ

シ

モ
ノ

 
 

題

ヲ

ヨ

ム

ニ
具

シ
テ

キ

コ

ユ
ル
文
字

也
。

と
題
詠

に
お
け

る
心
得

を
説

い
て

い
る

が
、

そ

の
際

に

『俊

頼

髄
脳

』

の

題

詠
論

に
よ

っ
て

い
る

こ
と

を
明

ら

か
に
し

て

い
る
。

ま

た
上

覚

の

『和

歌

色
葉

』

の

「
詠

作
旨

趣
者

」

に
も
、

 
 

又
結
題

に
は
、

三
も
じ

四
も

じ
五

も
じ

に
、
す

つ
る
字

あ

り
、

と
る

 
 

字

あ

り
。

よ
く

く

そ

れ
を

心
ゑ

よ
。
詞

を

か
ざ

れ
る
字

を
字

ご

と

 
 

に
と

れ
ば
、

く

だ
け

た
り
。

た

と

へ
ば

「
雨
中

落
花

」

「庭

前

露

滋
」

 
 

と

い
は

ん
題

に
は

「中

」

の
字

と

「
前

」

の
字

と

な
り
。

題

を

む
ね

 
 

と
す

る
字

を

一
字
も

す

つ
る
は

そ
し
り

な
り
。

た

と

へ
ば

「
旅
宿

雪

一g



 

 
深
」

「
見
書

増
恋

」

と

い
は

ん
題

に
は

「
深
」

の
字

と

「
増
」

の
字

 

 

と
な
り
。

又
詞

を
ま

は
し

て
よ

む

べ
き

に
、

さ

～

へ
て

い
ふ
は

は
た

 

 
し

な
り

。

い
わ

ゆ

る

「
落

花
如

雨

」

「逢

後

思

切
」

と

あ

ら

ん
題

に

 

 
は

「如

」

の
字

と

「
切

」

の
字

と
な
り
。

た

ゴ
事

に

い
ふ

べ
き
詞

を

 

 
あ

ま
り

に
ま

わ
す
も

て
づ

〉
な

り
。

い
わ

ゆ

る

「
暁

天
郭

公

」

「
山

 

 
路
鹿

聲
」

と
あ

ら
む
題

に
は

「
郭

公
」

と

「鹿

聲

」
と

な
り
。

と
題

の
詠
み
方

を
論

じ
た
箇

所
が

あ

る
が
、

や

は
り
そ

の
内
容

か
ら
前

掲

の

『俊
頼

髄
脳

』

の
題

詠
論

に
よ

っ
て

い
る
こ

と
は
明

ら

か
で
あ

る
。

 

そ

の
他

に
も

題

詠

の
隆
盛

に
伴

っ
て
、

『後

鳥

羽
院

御

口
伝

』
、

『
詠

歌

一
体
』
、

『
愚
問

賢
註
』
、

『近

来
風

体
抄
』

な

ど

の
中

世

の
歌
学

書

に
も

同

様

に
題

詠

に

つ
い
て
論

じ

た
も

の
が
見

ら

れ
る

よ
う

に
な

る
。

そ
れ
ら

が

す

べ
て

『
俊
頼
髄

脳
』

の
題

詠
論

の
直

接

の
影
響

を
受

け

て

い
る
と

は
言

え

な

い
が
、
同
題

詠
論

が

そ
れ
ら

の
先
躍

と

し

て
意

識

さ
れ

て

い
た

こ
と

は

間
違

い
な

い
で
あ

ろ
う
。

 

さ

て
、
『
俊

頼
髄

脳
』

の
題

詠
論

に
は
、

題

の
文

字

に
は

「
よ
む

べ
き

文
字

」

「
か
な

ら
ず
し

も
よ

ま
ざ

る
文
字

」

「
ま

は
し

て
心
を

よ
む

べ
き
文

字
」

「
さ

〉

へ
て
あ

ら
は

に
よ
む

べ
き
文
字

」

が
あ

る
と
説

か

れ

て

い
る

の
で
あ

る
が
、

旦
ハ体
的

な
歌

題

に

つ
い
て

は

「
三
文

字

四
文
字

五
文

字

あ

る
」

と
あ

る
だ

け

で
そ

の
例

は
挙
げ

ら

れ

て

い
な

い
。

そ

の
点

前
掲

の

『
和
歌
色

葉
』
に

は

「
結
題

」

(尊

経
閣

文
庫

蔵
本

「
結

た

る
題

」
)
と
あ

っ

て
、
「
雨
中

落
花

」

「庭

前
露

滋
」

を

は
じ

め
四
字

か
ら

な

る
歌

題

が
具
体

的

に
八
例

挙
げ

ら
れ

て

お
り
、

ま
た

『無

名

抄
』

に
も

同
様

に

「
暁
天

落

花

」

「雲

間
郭
公

」

「海

上
名

月
」

の
四
字

題

が

三

つ
挙
げ

ら

れ

て

い
る
。

つ
ま
り
長

明
な

り
上
覚

は
俊

頼

の

い
う

「
三
文

字

四
文
字

五
文

字

あ
る

」

題

を

い
わ
ゆ

る

「
結
題

」

と
認
識

し

て

い
た

と
思

わ
れ

、
そ

し

て
そ
れ

は

『俊

頼
髄

脳
』

の
題

詠
論

を

「結

題

」

の
詠
法

に

つ
い
て
論

じ
た

も

の
と

し

て
理
解

し

て

い
た

こ

と

に
も

な

ろ
う
。

こ

の
解

釈

は
後
代

の
歌
学

書

に

お

い
て
も
受

け
継

が

れ
、

旦
ハ体
例

と

し

て
挙

げ

ら
れ

る
歌
題

は
お

お
よ

そ

「
結

題
」

で
あ

る
。

ま
た
現

在

に

お

い
て
こ

の

『
俊
頼

髄
脳

』

の
題

詠
論

を
読

む
場

合

も
、

こ
う
し

た
歌

学
書

の
理
解

を

も

と
に

「
三
文

字

四
文
字

五
文

字
あ

る
」

題

は

「
結
題

」

と
し

て
考

え

る
の
が

一
般
的

で
は
な

い
だ

ろ

う

か
。

 

と

こ
ろ
で
、
冒
頭

の

一
節

に
は
引

き
続

き

「
た
と

へ
ば
」

と

し

て
四
季

、

恋
、

述

懐

と

い
う
順

序

で
折

々

の
和

歌

を

実

際

に
ど
う

詠

む

べ
き

か
、

『古

今

集
』

や

『
拾
遺

抄

』
、

ま

た
公

任

の
秀

歌

撰
等

の
歌

の
表

現

を
用

い
て
具
体

的

に
示

し
て

い
る
箇

所
が

見

ら
れ

る
。

 

 
た

と

へ
ば

、
春

の
あ

し
た

に
い

つ
し

か

と
よ
ま

ん
と
思

は

ゴ
、

さ

ほ

 

 

の
山

に
か
す

み
の

こ
ろ
も

を

か
け

つ
れ
ば
、

春

か
ぜ

に

ふ
き

ほ
こ

ろ

 

 
さ

せ
、

み
ね

の
こ
ず

ゑ
を

へ
だ

て

つ
れ
ば
、

心
を

や

り

て
あ
く

が

ら

 

 
せ

[
立
春

/

霞
]
、

む
め

の

に
ほ

ひ
に

つ
け

て
う

ぐ

ひ

す
を

さ

そ

ひ

 

 

[梅

/

鶯
]
、

子

日

の
松

に

つ
け

て
も
心

の
ひ

く

か
た

な

ら
ば

ち

と

 

 
せ

を
す

ぐ

さ

む
事

を
思

ひ

[子

日
]
、

わ

か
な
を

か
た

み

に

つ
み

た

 

 
め

て
も

心

ざ

し

の
ほ

ど
を

見

え

[若

菜

]
、

の
こ
り

の
雪

の
き

え
う

 

 
せ

ぬ

る

に
、

我
身

の
は

か

な
き
事

を

な
げ

き

[
残
雪

]
、

花

さ

き

ぬ

 

 
れ
ば

、

ひ
と

り
心

の
し
つ

か
な

ら
ず

し
ら
雪

に
ま
が

へ
、

は

る

の
雪

 

 

か
と

お
ほ

め

き

[桜

]
、

心

な

き
風

を
う

ら

み
、

ひ
と

な

ら

ぬ
あ

め

 

 
を

い
と

ひ

[落

花
]
、
あ

を

や
ぎ

の

い
と

に
思

よ

り

ぬ
れ
ば

、

お

も

 

 

ひ
み
だ

る
と
も

く

り
か

へ
し
、

木

の
も

と
に
た

ち
よ

ら

ん
事
を

い
ひ

 

 

[柳

]
、

草

の

も
え

い
で
ん

に

つ
け

て

も
、

さ

わ
ら
び

を
う

た

が

ひ

 

 

[早

蕨

]
、

や

ま

ひ

に
も

な
り

ぬ

れ
ば

、
山

が

つ
の
そ

の
ふ

に
も
、

 10



 
 

こ

の
す
が
た

に

つ
け

て
も
す

け
る
心

を

あ

は
れ
び

、

み
ち
と

せ

に
な

 
 

る
と

い
ふ
な

る
も

〉
の
、

こ
と
し

は
じ

め

て
さ
き

そ
め

る
か

と
う

た

 
 

が

ひ

[桃

花
]
、

春

の
む
な

し

く

す
ぎ

ぬ

る

に

つ
け

て
も

、

い
た

づ

 
 

ら

に
年

を

〉
く

る
事

を

な
げ

き

[
三
月

尽
]
、

い

つ
し

か
と

ほ
と

〉

 
 
ぎ

す

を
ま

ち
、
や

す
き
夢

を

だ

に
む
す

は
ず

、
し

ら

ぬ
山
路

に
日

を

 
 

く
ら

し
、

お
も

は
ぬ

ふ
せ
や

に

よ
を
あ

か

す

に

つ
け

て
も
よ

む

べ
き

 
 

ふ
し

は

つ
き
も

せ
ず
。

全
文

は

か
な
り
長

文
な

た

め
春

の
部
分

の
み
を
引

用
し

た
。
連

綿

と
綴

ら

れ

た
文
章

で
あ

る
上

に
、
引

用

に
用

い
た
国

立
国
会

図

書
館
蔵

本

の
本

文

上

の
問

題

も
あ

っ
て
意
味

の
取

り

に
く

い
箇

所

も
あ

る
が
、

[

]

で
そ

の
内

容

に
該

当
す

る
と
思
わ

れ
る
歌

題
を

示
し

た
通

り
概

ね

『
堀
河

百
首

』

や

『永

久

百
首
』

の
歌

題

に
沿

っ
て
記
述

が
進

め
ら
れ

て

い
る

こ
と
が

分

か
る
。
続

く
夏

以
降

四
季

の
題
材

を
扱

っ
た

部
分

も
同

様

で
基
本

的

に
両

百
首

の
歌

題
を
踏

ま

え

て
記

さ

れ
て

い
る
。

つ
ま
り
右

の

「
た

と

へ
ば

」

以

降

の
記

述

は
両
百
首

の
題

に
代

表

さ
れ

る
よ
う

な

「
素
題

」

の
趣
向

の

立

て
方

の
具
体

例

と

し

て
読

む

こ
と

は
可
能

で
あ

る
が

、
「
結

題
」

の
詠

法

の
説
明

と

し
て
は
相

応

し

い
と
は
言

え
な

い
。

後
代

の
歌

学
書

で
な

さ

れ

て

い
る
説
明

、
例

え
ば
前

掲

の

『無

名
抄

』

や

『和

歌
色

葉
』

の
説

明

と

比

べ
れ
ば

そ

の
態
度

の
違

い
は
明

ら

か
で
あ

る
。

は
た

し

て

『
俊
頼

髄

脳

』

の
題

詠
論

は
本
当

に

「
結
題

」

の
詠
法

を
説

い
た
も

の
と
考

え

て
よ

い
の
で
あ
ろ
う

か
。

 

『
俊
頼

髄
脳
』

の
題
詠
論

に
関

す

る
研
究

は
少

な
く

な

い
。

し
か

し
、

同

題
詠
論

は

「
結
題

」

の
詠
法

を
説

い
た

も

の
で
あ

る
と

い
う

こ
と

を
自

明

の
前
提

と
し

て
従

来

は
論

じ

ら
れ

て

き
た
よ

う

に
思
わ

れ

る
。

だ

が
、

稿

者

は
そ

の
自

明
性

を
疑

う
。

も

と
も

と
同
題

詠
論

に
は
旦
ハ体

的
な

歌
題

は
示

さ
れ
ず

、

ま
た

四
種

の
文
字

の
詠

み
方

に

つ
い
て
も
抽

象
的

な
説

明

に
留

ま

っ
て

い
て
、
本

来
多

様

な
解
釈

の
余

地

が
残

さ
れ

て

い
る
。
後

代

の
歌

学
書

の
よ

う

に
同
題

詠
論

を

「結

題

」

の
詠
法

を
論

じ
た

も

の
と
理

解

す
る

の
は
、

そ

の
多

様

な
解

釈

の
可
能

性

の

一
形
態

に
す
ぎ

な

い
の

で

は

な

い
だ

ろ
う

か
。

そ
う

し
た
後

代

の
歌

学
書

の
理
解

か
ら
俊
頼

自
身

の

理
解

を
帰
納

し

て
考

え

て
は

い
け
な

い
。

そ

こ
で
本
稿

で
は
先

入
観

を
払

い
、

『
俊
頼

髄

脳

』

の
内

部

や
俊

頼

の
題

詠

歌

を
検
討

す

る

こ
と

に
よ

っ

て
別

の
解
釈

の
可
能
性

を
探

っ
て

み
た

い
と
思

う
。

二

 

 

考

察
を

進

め
て

い
く
前

に

『
俊
頼
髄

脳
』

の
題
詠
論

(
以
下

、
題

詠
論

①

と
呼

ぶ
)

の
本

文

に

つ
い
て
整

理

し

て
お
き

た

い
。

前
節

冒

頭

に
引

用

し

た

『俊
頼

髄

脳
』

の
本

文

は
国
立

国
会

図
書

館

に
蔵

さ

れ

る

「
俊

頼
髄

脳

」

(以

下
、

国

会
本

)

に
よ

っ
て

い
る
。

い
わ

ゆ
る

〔
定
家

〕

本

と
呼

ば

れ

る
伝

本

で
あ

る
。

〔定

家

〕
本

の
伝

本

は
国
会

本

が
現

在
存

在

を
確

認

で
き

る
唯

一
の
完

本

で
あ

る
が
、

日
本

歌
学

大
系

、
日

本
古

典
文

学
全

集

に
所
収

さ

れ
る

『
俊
頼

髄
脳

』

の
底
本

と

な

っ
た
た

め

に
、

現
時

点

に

お

い
て
は
流
布

本

の
地
位

を
占

め

る
よ

う

に
な

っ
て

い
る
。

し

か
し
、
題

詠
論
①
を
考

え
る
上

で
は
、
こ
の
国
会
本

の
み
で
論
じ

る
に
は
問

題
が
あ

る
。

 

『
俊
頼

髄
脳

』

の
伝
本

に

つ
い
て
は

既

に
諸

氏

に
よ

っ
て
研
究

が
な

さ

れ
て
き

た
。
稿

者
自

身

も
私

に
伝
本

考

を
準
備

中

で
、

そ

の
概

要

に

つ
い

て
は
以
前

口
頭

発
表

を

し
た

こ
と

が
あ

る
。

こ
れ

ま

で
の

『俊

頼
髄

脳
』

の
伝
本

に
対

す

る
考

え
方

と

は
大

き
く

異
な

る

の
で
、
本

来

な
ら
ば

そ

れ

を
公

に
す

る
の
が
先

決

で
あ

り
本
末

転

倒

の
感

は
拭
え

な

い
が
、

以
下

は

稿

者

の
分
類

に
沿

っ
て
諸
本

を
見

て

い
く

こ
と
を

お
断

り

し

て
お
く
。

実
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際

に
は
私

に
分
類

し
た

1
類

か

ら
m
類

の
伝

本

(W
類

に
分

類
し

た
伝
本

群

は
後

人

の
改
変

の
跡

が
見

ら

れ
る
も

の
で
あ

る
た

め
今

回

は
対
象

外
と

し
た
)

の
中

か

ら
代

表
的

な

伝
本

を

一
本
ず

つ
適

宜
選

ん

で
本

文
を

比
較

し
て

み
た

い
と
思

う
。
本

来

-
類

か
ら

m
類

の
伝

本

は
各

系
統

の
中

で
更

に
細

か
く
分

類

さ
れ

る
の

で
あ

る
が
、

題
詠

論
①

を
問
題

に
す
る
上

で
は

今

回
選

択

し
た
伝

本

で
各
系

統

の
代
表

と

さ
せ

て
問
題

は
な

い
と
思

わ

れ

る
。
紙

幅

の
都
合

上
、
今

は
三
系
統

の
分
類

基
準

に

つ
い
て
説

明
す

る
余

裕

は

な

い
の

で
、

以
下

に
記

す

こ
と

に
対

し

て
少

な

か
ら
ず

疑
問
を

抱

か

せ
る

こ
と

に
な

る
か
も

し
れ

な

い
が
、

取

り
敢

え
ず

は
国
会
本

と

は
異
な

る
本
文

を
伝

え
る
伝
本

が
存

在
す

る
こ
と
を
指

摘

で
き
れ
ば

よ
い
と
思
う
。

【
1
類

】

 

 
大

方
寄

を

よ
ま
む

に
は
、
題

を

よ
く

心
得

べ
き

な
り
。

題

の
文

字

は

 

 

三
文
字

四
文
字

若

は
五

文
字

あ

る
を
、

必

よ
む

べ
き
文
字

、

か
な
ら

 

 
ず

し
も

よ

ま
ざ

る
文

字

、

ま
は
し

て
心

を

よ
む

べ
き
文
字

、

さ

》

へ

 

 

て
あ
ら

は

に
よ
む

べ
き

文
字

あ

る
を

よ
く

心
得

べ
き
な

り
。
心

を
ま

 

 

は
し

て
よ

む

べ
き

も
じ

を
、

あ
ら

わ

に
よ

み
た

る
も
わ

う
し
。

た

ゴ

 

 

あ
ら

は

に
よ
む

べ
き
も

じ
を

、

ま
は

し

て
よ

み
た
る
も

く
だ

け
て

わ

 

 

う
し
。

か
や

う

の
事

は
な
ら

ひ

つ
た

ふ

べ
き

に
も

あ
ら

す
。

た

ゴ
我

 

 

が
心
を

得

て
可
覚
也

。

題

を
も

よ
み
、

其
事

と

な
か
ら

む

お
り

の
寄

 

 

は
、
思

ば

や
す

か
る

べ
き
事

也
。

 

 

 

(静

嘉
堂

文
庫
蔵

「
無
名

抄
俊
頼
」
(外
題
)
/
㎝
8

1
お

1
卜。
O
一
8
)

【
H
類
】

 

 

お
ほ

か
た
寄

を
よ

む

に
は
、

題

を
よ

く
心
得

べ
き
な

り
。
題

の
文
字

 

 

は
三
文

字

四
文
字

五
文

字
あ

る
題

も

あ

る
を
、

か
な
ら

ず
よ

む

べ
き

 

 
文

字
、

か
な
ら
ず

し
も

よ

む

べ
か
ら
ざ

る
文

字
、

ま

は
し

て
心
を

よ

 
 

む

べ
き
文
字

、

さ

〉
え

て
よ

む

べ
き
文
字
あ

る
を

よ
く

く

心
う

べ

 
 

き
な

り
。

心
を

ま
は

し

て
よ
む

べ
き

文
字
を

、
あ

ら
わ

に

よ

み
た

る

 
 

も
わ

う
し
。

た

ゴ
あ

ら
は

に
よ

む

べ
き
文
字

を
、

ま
は

し

て
よ

み
た

 
 

る
も
く

だ

け
て

わ
ろ

く
き

こ
ゆ

と
そ

ふ

る
き

人
ま
う

し

け

る
。

か
や

 
 
う

の
こ
と

は
な

ら
ひ

つ
た

ふ

べ
き

に
あ
ら
ず

。
た

ゴ
わ

が
心

を
え

て

 
 

よ
む

べ
き
也

。
題

を

も
よ

み
、

そ

の
ご

と
く
な

か
ら
ん

お

り

の
う

た

 
 

は
、
思

へ
ば

や

す
か

り

ぬ

べ
き

こ

と
な
り
。

 
 

 

 
 

 
 

 

 

(内

閣
文

庫

蔵

「
俊
秘
抄

」
(外
題
)
/

卜。
8

1
6

)

【
m
類

「
唯

独
自

見
抄

」
】

 
 

お
ほ

か
た
寄

を

よ
ま

ん

に
は
、

題
を

よ
く
心

う

べ
き
な

り
。

だ

い
の

 
 

も
じ

は
三

文
字

四
文

字
五

も

ん
じ
あ

る
だ

い
も
あ

る
を

、

か
な

ら
ず

 
 

よ

む

べ
き

も
じ
、

か
な
ら
ず

よ
ま
ざ

る
も

じ
を
、

ま
は

し

て
心
を

よ

 
 

む

べ
き
文
字

、

さ

》

へ
て
よ

む

べ
き
も

ん
じ

の
あ

る
を

、

よ
く
心

う

 
 

べ
き
也

。
心

を

ま
は

し

て
よ
む

べ
き

も
じ
を

あ
ら

は

に
し

て
よ

み

つ

 
 

る
も

わ
う

し
。
あ

ら

は

に
よ

む

べ
き
文
字

を
ま

は
し

て
よ

み
た

る
も

 
 

く
だ

け

て
わ
ろ

く
き

こ

ゆ
と
そ

ふ

る
き
人

々
申

け
る
。

か
や

う

の
こ

 
 

と

は
な
ら

ひ

つ
た

ふ

べ
き

に
も

あ

ら
ず
。

わ
が
心

を
え

て

さ
と

る

べ

 
 

き

に
や
。

だ

い
を
も

よ

み
、

そ

の
事

と
な

か
ら

ん
う
た

は
、

思

へ
ば

 
 

や
す

か
り

ぬ

べ
き

こ
と
也

。

 
 

 

 
 

 
 

(宮

内

庁
書

陵
部

蔵

「
唯
独
自

見
抄

し
/

一
鴇

1
一
一
。。
)

 

1
類

か
ら

は
静

嘉
堂

文
庫

蔵

「無

名
抄

俊
頼
」

(以

下
、
静

嘉
堂

本
)

の

本
文

を
掲
げ

た
。
同

本

は
顕
昭

に
よ

る
建

久

四
年

の
奥

書
を

有

す

る
も

の

で
、

久
曾

神
昇

氏

の
分
類

に
よ
れ
ば

顕

昭
本

の
完

本
系

に
属

す

る
も

の

で

あ
り

、
赤

瀬
知

子
氏

の
分

類

に
よ

れ
ば
、

広
本
系

の
顕
昭
本

に
属

す

る
も

の
で
あ

る
。

11

類
本

以
下

の
伝
本

に
比

し

て
国
会

本

に
近
く

、
両

伝
本

と
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も

に
私

に
は
1
類

に
分
類

し

て

い
る
。

 

H
類

に
属
す

る
伝

本

の
中

か
ら

は
内

閣
文

庫

に
蔵

せ

ら
れ

る

「
俊
秘

抄
」

を

引
用

に
用

い
た

(以
下
、

内
閣

本
/

歌
学

文
庫
所

収

の

「俊

秘
抄

」

の

底

本

)
。

H
類

は
現

存

す

る
伝
本

も
最

も
多

く
、

や
は

り
更

に
系
統

を

分

け

る

こ
と
が

で
き

る

の
で
あ
る
が

、
当

面
問
題

に
す
る
題

詠
論

の
部
分

に

関

し

て
は
細

か

い
異

同
を
除

け
ば

大

き
な
違

い
は
な

い
の

で
、

今

は
同

本

を

も

っ
て
代
表

さ
せ
る
。
内

閣
本

は
顕

昭

の
寿
永

二
年

の
奥
書

を

有

す
る

も

の
で
、
久

曾
神
氏

の
分
類

に
よ
れ
ば

顕
昭
本

の
逸

脱
本

系

に
、
赤

瀬

氏

の
分
類

に
よ
れ
ば
略

本
系

の
顕
昭

本

に
属
す

る
も

の

で
あ

る
。

『簸

河

上
』

に
引

用
さ

れ
て

い
る
題
詠
論

①

も

こ
の
H
類

本

に
よ

る
と
思

わ

れ
る
。

 

m

類

の
本
文

は

宮
内

庁
書

陵

部
蔵

「
唯

独
自

見

抄

」

(
以
下

、
書

陵

部

本

)

で
引
用

し
た
。

m
類

は

「
唯

独
自

見
抄

」

と

い
う
書

名

を
持

つ
伝

本

群

か
ら
な

る
。
内
容

的

に
も

ー
、

H
類

に
比

べ
独
自

異

文
が
多

い
。
但

し

現
存

す

る
伝

本

は
三
本

の
み

で
、

更

に
書
陵

部
本

は
下

巻
を
欠

き
、
彰

考

館

文
庫

、
島

原
図
書

館
松

平
文
庫

に
蔵

さ

れ
る
伝

本

は
そ

れ
ぞ

れ
抄
出

本

で
あ

る
た

め
、
完
全

な
形

を
目

に
す

る

こ
と
は

で
き
な

い
。

 

さ

て
、

そ
れ

で
は
各
系

統

の
伝
本

の
本
文

と
前
節

冒

頭

に
掲

げ

た

国
会

本

の
本
文

と
比
較

し

て

い
た
だ

き
た

い
。

一
見

し

て
注

意

す

べ
き
異

同
が

多

い
こ

と
が
わ

か
る
。

こ
こ

で
は
傍
線

部

の
A
～

C

に
見

ら
れ

る
本
文

異

同

に
注
目

し
、
以
下

に
検

討

し

て
お
く

こ
と

に
す
る
。

 

ま
ず

A
の

「
か
な
ら
ず

よ

む

べ
き
文
字

」
は

国
会
本

で
は

「
よ
む

べ
き

文

字

」

で
、
「
か
な

ら
ず

」

は

「
か
ぎ

ら
ず

」

と

な

っ
て

い
て

「
～

五
文

字

あ

る
を

か
ぎ

ら
ず

」

と
前
文

に
続

く
。

し

か
し
、
国

会
本

と
同

じ
本

文

を
持

つ
伝

本
は
今

の
と
こ

ろ
確

認

は

で
き
な

い
こ

と
、

次

の

「
か
な

ら
ず

し

も
よ

ま
ざ
る
文
字

」

と
対

に
な

っ
て
い
る

こ
と
を
考

え
合

わ

せ
れ

ば
、

国
会

本

は
誤
写

に
よ

る
異
文

で
他

の
三
系

統

の
本

文
が

本
来

の
も

の
と
認

め

る

の
が

妥
当

で
あ

ろ
う
。

 

B

の
箇

所

に

つ
い
て

は
1
類

の
国
会

本

と
静
嘉

堂
本

で
は

「
さ

〉

へ
て

あ

ら

は
に
よ

む

べ
き

文
字
」

と

す
る

が
、

H
、

m
類

の
伝
本

で
は

「
あ

ら

は

に
」

の
語
が

な

い
。

後
述

の
よ
う

に

「
さ
さ

へ
て
詠

む
」

は
ど
う

い
う

詠

法

な

の
か

は

っ
き

り
し

な

い
の
で
あ

る

が
、

「
ま

は

し

て
心
を

詠

む
」

と

の
対
比

か
ら
考
え

て
、
題

の
心

(本

意
)

を
率

直

に
、

そ

の
ま

ま

に
詠

む
こ

と
で
あ

ろ
う

か
。

直
後

に

「
あ

ら
は

に
詠

む
」

も
や

は

り

「
ま
は

し

て
詠

む
」

と
対

比

さ
れ

て
用

い
ら

れ

て

い
る

か
ら
、

「
さ
さ

へ
て
詠

む
」

と

「
あ

ら
は

に
詠
む

」
と

の
間

に
大

き
な
詠

法

の
違

い
は
考

え

ら

れ
な

い
。

よ

っ
て
B

の
箇

所

の

「
あ

ら
は

に
」

の
語

の
有
無

が
解

釈

上
大

き

な
違

い

は
な

い
と
判
断

し

て
お
く
。

 

さ

て
最

後

の
C

の
箇
所

は
重
要

で
あ

る
。

H

、

m
類

の
伝
本

に
は
1
類

に
な

い

「
ふ
る
き
人

(
々
)
ま

う

し
け

る
」

と

い
う

異
文

が

見
ら

れ
る
。

こ

の
異

文

は

こ

こ

に
引

用

し
た

内

閣

文
庫

本

「
俊
秘

抄

」

や

書

陵

部
本

「
唯
独
自

見
抄

」

に

の
み
見
ら

れ

る
も

の
で

は
な
く

、

H
、

m
類

の
伝
本

が
共

有

す

る
異

文

で
あ

り
、

後

人

の
増

補

や

改
変

と

は
考

え

に
く

い
。

『簸
河

上
』

に
引

用
さ

れ
る
題

詠
論
①

も

こ
の
異
文

を
有

す

る
。

両
系

統

の
伝
本

に
本
来

的

に
あ

っ
た
も

の

で
あ

ろ
う
。

そ

し

て
こ

の
異
文

に
よ

れ

ば

、
同

題
詠
論

は
俊

頼

に
よ

っ
て
確

立

さ
れ

た
も

の

で
は
な

く
、

彼
自

身

も
先

人

に
よ
る
理
論

を
聞

き

(読

み
)
知

っ
た

に
過

ぎ

な

い
こ

と
が
判

明

す
る

の

で
あ

る
。

三

 

『
俊
頼
髄

脳
』
中

に
は
題

詠
論
①

、
特

に

「
ま

は
し

て
心

を
詠

む
」

詠
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法

を
考

え

る
上

で
も
う

一
つ
重
要

な
箇

所
が

あ

る
。

そ

れ
は

「
ふ

る
き
寄

の
中

に
も
寄

の
お
も

て

に
よ

み
す
ふ

べ
き
物

の
名

を

い
は
で
心

に
お
も

は

せ
た

る

寄

あ
り
」

(国

会

本

)

で
始

ま
る

一
節

(
日
本
歌

学

大
系

一
五

一

頁

、

日
本
古

曲
ハ文

学
全

集

一

一
二
頁
)

で
、

そ

こ
で

は

「
～

を
題

に
す

る

歌

」

と

し

て

「鶯

」

「
花

の
散

る
」

(二
首

)

「
舟
」

「
帰

雁
」

「
紅

葉
」

の

各

題

を
詠

ん
だ
次

の
六

首

の
歌

が
列
挙

さ

れ
て

い
る

(歌

番
号

は
新

編
国

歌

大
観

に
よ
る
。

「
 
」
内

は
歌
題

)
。

 

こ
づ
た

へ
ば

お

の
が

は
風

に
ち
る

は
な
を

た

れ
に

お
ほ
せ

て

こ

》
ら
な

 

く

ら
ん
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(
一
九
七

・

「
鶯

」
)

 

と

の
も

り

の
と
も

の
宮

つ
こ
心

あ
ら

ば

こ

の
春
ば

か
り
あ

さ
ぎ
よ

め
す

 

な

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(
一
九

八

・

「
花

の
散

る
」
)

 

ふ
く
風

に
あ

つ
ら

へ
つ
く
る
物

な
ら

ば

こ

の
ひ
と
え
だ

は

よ
き

と

い
は

 

ま

し
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(
一
九

九

・

「
花

の
散

る
」
)

 

か
の

か
た

に
は
や

こ
ぎ

よ
せ

よ
ほ

と

〉
ぎ

す

み
ち

に
な
き

つ
と
人

に
か

 

た

ら

む
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(
二
〇
〇

・

「舟

」
)

 

は

る

か
け
て

か
く

か

へ
る
と

も
あ
き

風

に
も

み
ち

の
山

を

こ
え
ざ

ら

め

 

や

は
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
(
二
〇

一

・

「
帰
雁

」
)

 

か
ら

に
し
き

え
だ

に
ひ

と
む

ら

の
こ
れ

る
は
あ

き

の
か
た

み
を

た

〉
ぬ

 

な

り
け

り
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(
二
〇

二

・

「
紅
葉

」
)

一
読

し

て
分

か

る
よ
う

に
右

の
歌

に
は

「
歌

の
お
も

て
」

に
本

来
詠

み
込

む

べ
き

「物

の
名

」
、
こ

こ
で
は
歌

題

(中
)

の

「鶯

」

「
花
」

「
船
」

「
雁

」

「
紅

葉
」

を
指

す

の
で
あ

ろ
う

が
、

そ
れ

ら
は
文
字

と
し

て
は
直
接

詠

み

込
ま

れ
ず

に
、

一
首
全

体

で
表

現
さ

れ

て

い
る
。

そ
し

て

こ
う
し

た
詠

み

方

は
、

「
こ

の
道

に
お
ぼ
え

あ

ら
ん
人

の
よ

む

べ
き
」
詠

法

で
あ

り
、
「
い

と
も

そ

の
か
た

に

お
ぼ
え

な

か
ら
ん
も

の
は
よ

ま
ざ
ら

ん

に
事

か
け
ざ

ら

ん
物

を
や
」

と

も

い
う
。

こ

こ
で

の
記

述

を
題
詠
論
①

、

特

に

「
ま

は
し

て
心

を
詠

む
」

詠
法

と

の
関

係

で
中

田
氏

も
注
目

し

て
い
る

が
、

こ

こ
も

や

は
り
諸
本

間

(特

に
m
類

本

)

に
重

要

な
本
文

異
同
が

あ

り
、

そ

れ
を

参

照

す
る
こ
と

に
よ
り
題

詠
論
①

と

の
関

係
が

]
層
明
ら

か

に
な

る

の
で
、

ま
ず

は
本
文

の
問
題

か
ら
整

理

し

て
お
き

た

い
。

 

ま
ず

こ

の

一
節

の
冒
頭

の

「
ふ
る

き
寄

の
中

に
も
寄

の

お
も

て

に
よ

み

す

ふ

べ
き
物

の
名

を

い
は

で
心

に

お
も
は

せ
た

る
寄
あ

り
」

の
部

分

は
m

類
本

(唯
独

自

見
抄

)

で
は

「
た

ゴ

い
ま

見
る

こ
と
を

さ

〉

へ
て
よ

む

に

や
、

か
な

ら
ず

し
も
寄

の
お
も

て

に
よ

み
の
せ

ぬ
事
あ

り
」

(書
陵

部
本

)

と
な

っ
て

い
る

。

こ
こ

で

「
さ

〉

へ
て
よ

む

に
や

」
と

い
う
表

現

が
見

え

る
が

、

む
し
ろ

こ

の
六
首

に
用

い
ら

れ

て

い
る
詠

法
は
先

に
も
記

し
た

よ

う

に

「
ま
は
し

て
心

を
詠

む
」
詠

法

で
あ

る
よ
う

に
思

わ
れ

る
。

現

に
m

類
本

で

は
こ

の
直

後
、

後
述

の
よ
う

に

こ
れ
ら

の
歌
は

「
ま

は
し

て
心

を

詠
」

ん
だ

も

の
で
あ

る
と

も
説

明
し

て

い
て
疑
問

が
残

る
。

も

と
も

と
題

詠
論
①

中

「
さ

さ

へ
て
詠

む
」
詠

法

は
難
解

で
右

の
用
例

は

「
さ
さ

へ
て

詠

む
」
詠

法
を

理
解

す
る

上

で
重

要

で
あ

る
と
思

わ
れ

る
が
、

こ

の
異

文

が

m
類
本

に
し

か
見

え
な

い
と

い
う

こ
と

も
あ

り
、
猶
慎

重

に
検

討
す

る

必
要

が
あ

ろ
う

。
今

は
先

の
六
首

を

め
ぐ

る
記
述

が
題
詠

論
①

と
関

係

が

あ

る
こ

と
を

一
層
明

ら

か
に
す

る
本
文

異

同
が

m
類
本
系

統
諸

本

に
見

ら

れ

る
こ

と
を
指

摘

す
る

に
留

め
て

お
く
。

 

更

に
m
類
本
系
統

の
伝
本
は
前
述

の

「
こ
の
道

に
お
ぼ
え
あ

ら
ん
人

の
～

」

「
い
と

も
そ

の
か

た

に
お
ぼ
え

な

か
ら

ん
も

の
は
～
」

の
部

分
が

「
こ
れ

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

詩
〕 
 
〔題

 

(
マ
 
マ
) 
 
〔詩
〕

ら

に

て

い
は
し

の
心
と
ぞ

う
け
給

は
り

し
。
し

は
だ

い
の
文
字

を
ば

す

て

 

 

 

 

 

 
 

題

》
、

心
ば

へ
に
て
だ

い
を

ま

は
す
も

の
な

れ
ば
、

そ

れ
を
ま

は
す

な

る

べ

し
。

し

ら

ぬ
人

は

か
た

ぶ
き
思

ふ
な

る

べ
し
」

(書

陵
部

本
、

〔

〕
内

は

一14一



稿
者

)

と

い
う
よ
う

に
な

っ
て

い
る
。
残
念

な

が
ら

現
存

の
m
類
本

の
本

文

は

い
ず

れ

も

こ
の
よ

う

に
本

文

に
乱

れ
が
あ

る
。

し
か

し
、

H
類
本

の

う

ち
顕

昭

の
寿

永

二
年

の
奥

書

を

有

す

る

伝
本

に

は

「
或

本
」

か
ら

の

「
コ

レ
ラ

ハ
詩

ノ

コ

・
ロ
ト
ゾ

ウ
ケ
タ

マ

ハ
ル
。
詩

ハ
題

ノ
文
字

ヲ

バ

ス

エ
デ
、

コ

・
ロ
バ

ヘ
ヲ

シ
テ
、

題

ヲ

マ

ハ
ス
モ
ノ

ナ

レ
バ
、

ソ

レ
ヲ

マ
ネ

ブ

ナ

メ
リ
。

ソ

レ
ヲ

シ

ラ

ヌ
人

ハ
カ

タ
ブ

キ

ヲ

モ

フ
ナ

ル

ベ

シ
云
云

」

(内
閣

本
)

と

い
う
片

仮
名

の
書

き
入

れ

(伝

本

に
よ

っ
て
は
本

行
化

さ

れ

て

い
た

り
、
平
仮

名

に
な

っ
て

い
る
も

の
も
あ

る
)
が

見
ら

れ
m
類

本

の
本
文

の
理
解

の
助

け

に
な

る
。
書

陵
部

本

の
本
文

と
較

べ
て
こ

の

「或

本

」

か
ら

の
書
入

は

『俊

頼
髄

脳
』

で
も
m
類

本

か
ら

の
も

の
と
考

え
て

良

い
で
あ

ろ
う
。

さ

て
、

こ
の
異
文

か
ら
は
次

の
二
点

が
確

認

で
き

る
。

第

一
点

は
前

掲
六
首

の
歌
が
題

を

「
ま

は
し

て
心

を
詠
」

ん
だ

も

の
と
し

て
考

え
ら

れ
て

い
た

こ
と

で
あ
り
、

第

二
点

は
そ

の

「
ま

は
し

て
心

を
詠

む
」
詠

法

は
詩
文

に
お
け

る
題

の
文

字

の
扱

い
方

を
真
似

し
た

と

い
う
点

で
あ

る
。

 

最
後

に
H
類
本
系

統

の
伝

本

に
は
共

通
し

て
六
首

の
歌

を
列

挙
し

た
直

後

に

「
こ
れ
ら

は
よ
く

寄

お
ぼ
え

つ
き

て
よ

む

べ
き

こ
と
と
そ

人
ま

う
し

け

る
」

(内

閣

本
)

と

い
う

1
類
本

系

統

の
伝
本

に
は
見

ら

れ
な

い
独

自

異

文

が
挿
入

さ

れ
て

い
る
。

又

m
類

本
系

統

の
伝
本

に
も

同
様

に

「
こ
れ

ら

よ
く

寄

を
心

え

て
よ

む

べ
き

こ

と

》
ぞ
人
申

け
る
」

(書

陵
部

本

)

と

い
う

一
文

が
見

ら
れ

る
。

こ

の
異

文

か
ら

は
こ

の
六
首
を

め
ぐ

る
記

述
も

題

詠
論
①

と
同

じ
よ
う

に
俊
頼

が

「
人

」

か
ら
聞

き

(読

み
)

知

っ
た

こ

と

で
あ

る
こ
と

が
確

認

で

き
る
。

 

以

上
重
要

な
本

文
異

同

に
限

っ
た
が

、

こ
れ

ら

の
本
文

異
同

か
ら
六
首

を

め
ぐ

る
記
述

、
特

に
m
類

本

(唯
独

自
見

抄
)

の
記
述

(
以
下
、

題
詠

論
②

)

と
題

詠
論
①

、
特

に

「
ま

は
し

て
心
を

詠

む
」
詠

法

と
が
関

連

し

て

い
る

こ
と
は
明

ら

か
に
な

っ
た
。

そ

し

て
、

こ
の
本

文

異
同

か
ら
俊
頼

の
題
詠

論
①

の
理
解

の

一
端

を
窺

い
知

る

こ
と
が

で
き

る
。

 

三
類

本

の
異
文

か
ら
前
掲

六
首

は

「
ま

は
し

て
心
を
詠

む
」

詠

法

の
説

明

の
為

に
引

用

さ
れ

て

い
る
こ

と
が

わ
か

る
。

そ

し

て
、

そ

の
六
首

の
歌

は

「
三
文
字

四
文
字

五

文
字
」
あ

る

「結

題
」

を
詠

ん
だ

も

の
で

は
な

く
、

一
文

字

や

二
文

字

か

ら
な

る

「
鶯
」
、

「
舟
」
、

「
紅

葉
」
、

「
花

の
散

る
」

(「
落

花
」

に
該

当

す

る

か
)
、

「
帰

雁

」

な
ど

の

「
素
題

」

を
詠

ん
だ

も

の
で
あ

る
。

し

か
も
実

は

こ

の
六

首

は
本

来

は
題
詠

歌

で
は

な

い
。

題

詠

歌

で

は
な

い
も

の
を
、

敢

え
て
題

詠
歌

の
よ

う

に
仕

立

て
て
引

用

し

て

い

る

の
で
あ

る
。

も
し

「
結
題

」
を
念

頭

に
お

い
て
題

詠
論
②

が
書

か
れ

た

の

で
あ
れ
ば

、
例

と

し
て
引

く

べ
き

「結

題

」
詠

は
自
詠

で

も
他

人

の
詠

で
も

い
く

ら

で
も
あ

っ
た

は
ず

で
あ

る
。

に
も
関

わ
ら
ず

本
来

は
題
詠

歌

で
も

な

い
歌

を

わ
ざ

わ
ざ
題

詠
歌

で
あ

る

か

の
ご

と
く
引

用

し

た

の
は
、

「
素
題

」

で

「
ま
は

し

て
心

を
詠

」

ん
だ
歌

の
例

が
必
要

で
あ

っ
た

と
し

か
思

え
な

い
。

以
上

の

こ
と

か
ら
題
詠

論
①
②

に

「
結
題

」

と

い
う
限

定

は
な

じ

ま
な

い
。

と

い
う

よ
り
題

詠
論
①

②

を
執

筆
し

た
時

点

で
は
俊

頼

に
は

「
結
題

」

と

い
う

意
識

は

な
く
、

む

し
ろ

「素

題
」

に
題
詠
論

①

を

適

用

し

て

い
た

と
思

わ
れ

る

(
こ

の
理
論

が
後

に

「
結
題

」

詠

に
も
適

用

さ

れ
る

と

し

て
も
)
。

こ
れ

は
第

一
節

で
示

し

た
題

詠

論
①

直

後

の

「
た

と

へ
ば
」

に
続

く
記
述

と

も
矛
盾

は

な

い
。

四

 
前

節

ま
で

に
、
俊
頼

は
題
詠
論

①

を
、

特

に

「
ま

は
し

て
心

を
詠

む
」

詠
法

を

「
素
題

」

に
当

て
は

め
て
説

明

し
よ
う

と
し

て

い
た

こ
と
を
指

摘
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し
た
。

そ

し
て
、

こ
う
し

た
俊
頼

の
解

釈

は
後
代

の
歌

学
書

に
見
ら

れ
る

よ

う

な

解

釈

と

比
較

す

る

と
破

格

で

あ

る
。

「
素

題

」

は

基

本

的

に
は

「
必

ず

詠
む

べ
き
文
字

」

で
あ

り
、

「
結

題
」

中

の
文

字

を

「
ま
は

し

て

詠

む
」

の

と
は
次

元

は
異

な

る
。

し

か
し
、

『
堀

河

百
首

』

と

『
永
久

百

首

』
、

こ
の

二

つ
の

「
素

題
」

に
よ

る
組

題

百
首

に
お
け

る
俊

頼

の
出

詠

歌

を

見

て
み
る

と
、

実

は
こ

の
破

格

な
詠

み
方
を

し

た
歌
を

見

つ
け

る

こ

と
が

で
き

る
。
そ

の
数

は
全
体

か
ら

す
れ
ば

決

し
て
多

く

は
な

い
が
、

他

の
歌

人

の
詠

と
並
置

さ

れ
た
時

に
そ

の
特
殊

性

は
際
立

っ
て
く

る
。
実

際

に

い
く

つ
か
そ

の
例

を
見

て

み
よ
う
。

ま
ず

は

『
堀

河
百
首

」

の
中

か
ら

「
苗

代
」
題

の
歌

を
次

に
挙
げ

る
。

 

 

秋

か
り
し
室

の

お
し
ね
を

思
出

で

て
春

ぞ

た
な

ゐ

に
種

も

か
し

け

る

 

 

(
二
三

二
)

俊

頼

を
除

く
他

の
十
五
歌

人
中

十

三
人

は
歌
題

の

「苗

代
」

と

い
う
文

字

を

そ

の
ま

ま
歌

の
中

に
詠

み

込

ん

で

い
る
。

他

の

二
人

は

「
五

百
代

」

(仲

実
)

「
い
そ
げ

る
代

」

(隆

源
)

を
詠

み
入

れ

る
な
ど
趣

向

を
凝

ら

し

て

い
る
。

が
、
右

の
歌

の
よ
う

に

「
苗
代

」

そ

の
も

の
を

詠

み
入

れ
な

い

だ

け

で
な

く
、

「
代
」

と

い
う
字

さ
え
詠

ん
で

い
な

い
の
は
俊

頼

だ

け

で

あ

る
。

 

次

に

「
荒

和
祓

」
題

で
は
他

の
歌

人

が

「
祓

(祓

ふ
)
」

と

い
う

題

の

文
字

、

ま
た
題

の
文
字

で

は
な

い
が

「
み
そ
ぎ

」

と

い
う

こ

と
ば

を
詠

み

込

ん

で

い
る

の
に
対
し
、

俊
頼

は

そ
う

し
た
明
確

に
題

の
心
を

表

す

こ
と

ば

を
用

い
ず

に
次

の
よ
う
な

一
首

を
詠

ん

で

い
る
。

 

 

沢

べ
な
る

あ
さ
ち

を

か
り

に
人
な

し

て

い
と

ひ
し
身

を
も

な

つ
る

け

 

 

ふ
か
な

(
五
五

二
)

「
な
つ

る
」

は

『堀
河

百
首

肝
要
抄

』

に

「
な
つ

る
は
愛

す

る
也

」

と
あ

り
、
下

の
句

の

「
い
と

ひ
し
身

を
も

な
つ

る
」

に

「
祓
」

あ

る

い
は

「
み

そ
ぎ
」

が
表

現
さ

れ

て
い
る

の
で
あ

ろ
う

。

 
同
様

に

「別

」
題

で
も

他

の
十
五

歌
人

全
員

が
題

の
字

の

「
別

れ

(別

る
)
」

を
詠

み
込

ん
で

い
る
が
、

俊
頼

の
詠

は
、

 
 
忘

る
な

よ

帰

る
山

ぢ

に
あ

と
た

え

て
日

数

は
雪

の

ふ
り

積

る
と

も

 
 

(
一
四
八
〇

)

と

い
う

よ
う

に
題

の
字

は
見

る

こ
と
が

で
き

な

い
。

 

こ
う

し
た
傾

向

は

『
永
久

百

首
』

に
な

る

と

一
層

顕

著

に
な

る
。
「
春

曙
」
題

で
は
次

の
よ
う

に

「
い
な

の
め
」

と

い
う
語

で

「
曙
」

を

表
し

て

い
る
。

 
 

い
な

の
め

は
石

の
か
け

は
し

ほ

の
ぼ

の
も
し
ば

し

や
す

ら

へ
ま

ほ
な

 
 

ら
ず

と
も

(
二

四
)

「
い
な

の
め
」

は
万
葉
語

で
、

当
時

い
く

つ
か

の
説

が

あ
り

『綺

語
抄
』

で

は

「
よ

る
を

い
ふ
か
」

と
見

え
、

『和

歌

童

蒙
抄

』

で

は

「
あ

か

つ
き

を

い
ふ
也
。

し

の

》
め
、

同

じ
事
也

」

と
見

え

る
。

俊
頼

は
後

者

と
同

じ

説

で
あ

る
。
他

の
六
歌

人
は
全

員
題

の
字

の

「
曙
」

を
詠

み
込

ん

で

い
る
。

 
次

に

「維

」
題

で
は
、

 
 

い
と
ど
し

く

お
の
が
あ

り

か
を
や

る

い
ぬ
を

こ
こ

に
あ

り

と
や

と
り

 
 

の
鳴

く
ら

ん

(
一
〇

八
)

と

い
う
よ

う

に
や
は

り
題
字

の

「維

」

は
詠

み
込

ま
れ

て

い
な

い
。
他

の

歌
人

は
全

員
詠

み
込

ん
で

い
る
。

 

ま
た
題

詠
論
②

に
も
あ

っ
た

「
船
」

題

の
俊
頼

詠
を

み

れ
ば
、

 
 

な
ご

か

れ
よ

み
ず

り
も

す

ま

に
か
き

つ
み

て
あ

か
ら

も
袖

の
灘

通
る

 
 

日

ぞ

(六

六

二
)

と

あ
り
、

や

は
り

「船

」

と

い
う
語

は
見

え
な

い
。
他

の
六
歌

人

は

「
あ
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か
し

を
舟

」

「
こ
し
舟
」

「
鵜

舟
」

な

ど
舟

の
種

類

を
詠

む
も

の
を
は

じ
め

全

員

「舟

」

を
詠

ん

で

い
る
。

 

そ

の
他

「
鵜
河

」

「寺

」

「
笛

」
題

に
お

い
て
も
俊

頼

は
題

の
字

を

そ

の

ま
ま
詠

み
込

む

と
こ

は
せ
ず

に

「
ま

は
し

て
」
題

の
心
を
表

現

し

て

い
る
。

以

下
順

に
挙
げ

る
。

 

 

お
ち
く

だ

る
ほ

か
げ

に
み

れ
ば

ま
す

ら
を
は

た
も

と

い
と
な
く

あ
ゆ

 

 

こ
く

む
ら

し

(
一
八
五

)

 

 
始

め
な

き

つ
み

の

つ
も

り

の

か
な
し

さ
を

ぬ
か

の
こ
ゑ
ご

ゑ
く

ど
き

 

 

つ
る

か
な

(五

五
七
)

 

 
青

竹
を

雲

の
う

へ
人

ふ
き

た

て
て
春

の
う
ぐ

ひ
す

さ

へ
づ

ら
す

な
り

 

 

(六
七

六
)

「
鵜

河
」
題

で

は

「
鵜

」
も

「
河
」

も
詠

み
込
ま

な

い
の
は
俊
頼

だ

け

で

あ

る
。

ま

た

「
寺

」
題

で

は
兼

昌
を
除

く

五
歌
人

が

「寺

」

と

い
う
題

字

を

、

「
笛
」

題

で
も

「笛

」

と

い
う

題

字

を
詠

み
込

ま

な

い
の

は
俊

頼

だ

け

で
あ
る
。

 

こ
の
よ
う

に
俊

頼

は

『堀

河

百
首
』

と

『
永
久

百
首
』

に
お

い
て

「
素

題

」

で
あ

り
な

が
ら

「
ま

は
し

て
心

を
詠

む
」

こ
と
を
試

み

て

い
る
。
他

の
歌

人

の
中

に
も
同
様

の
詠

法

で
詠

ま
れ

た
も

の
は
見

つ
け

ら
れ

る
が
、

俊

頼

は
そ

の
数

も
多

く
、
積

極

的

に
、

確
信

的

に
こ

の
詠

法
を

駆
使

し

て

い
る

よ
う

に
思

わ
れ

る
。
現

存

本

の
本

文

異
同

の
状
況

か
ら
考

え

て

『俊

頼

髄

脳
』

の
成

立

は

恐

ら

く

は
数
次

に
亙

る

の
で
あ

ろ
う

が
、

『
堀

河
百

首

』
、

『
永
久

百
首

』

を
そ

れ
ぞ

れ
前
後

に
し

て
成

立
し

て

い
た
と

は
思

わ

れ

る

(橋
本

不
美

男
氏

の
説

で
は
天
永

二
年

初

か
ら
永
久

二
年

末

の
間
)
。

両
百

首

と

『俊

頼

髄

脳
』

と

の
関
係

は
密
接

で
、

『俊

頼
髄

脳
』

で
取

り

上
げ

ら

れ
て

い
る
歌
語

が
両

百

首

に
用

い
ら
れ

て

い
る
こ
と

が
あ

る
が
、

同

じ

よ
う

に
両

百
首

が
題

詠
論
①

②

の
実
践

の
場

に
な

っ
て

い
る

の
で
は

な

い
だ

ろ
う

か
。

五

 

さ

て
、

m
類
本

の
題
詠

論
②

に

「
ま
は

し

て
心

を
詠

む
」
詠

法

が
詩

文

の
題

の
詠
法

を

転

用

し

た
も

の

で
あ

る
と

い
う
異

文

(「
詩

ハ
題

ノ
文
字

ヲ

バ
ス

エ
デ
、

コ

・
ロ
バ

ヘ
ヲ

シ
テ
、

題

ヲ

マ

ハ
ス

モ
ノ
ナ

レ
バ
、

ソ

レ

ヲ

マ
ネ

ブ

ナ

メ
リ
」
)

が
見

ら

れ

る

こ
と
は

既

に
指

摘

し

て

お

い
た
。

そ

こ

で
こ

こ
で
は

そ

の
点

に

つ
い
て
確
認

を

し

て
お
き
た

い
と
思

う

。

 

歌
会

、

歌
合

に

お

い
て
歌
題

は
儒
者

が
出

題
す

る

こ
と
が
多

か

っ
た

こ

と

は
よ

く
知

ら

れ

て

い
る
。

『
八
雲

御
抄

』

に
は
設

題
者

に
関

す

る
次

の

よ
う

な
記
述

が

見

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
題

者

、
儒

者

得

レ
之

。
於

一儒

者

・高
位

大

才
人

可

レ
出

レ
之
。

但

作

者

 

 
中

儒
者

多
出

来

。
近

代
非

二
歌
人

一儒
者

多
。
其

不

レ
可
レ
然

歎

。

こ

の
よ
う

に
儒
者

が
出

題

者

の
役

に
あ
た

る

こ
と
が
多

か

っ
た

こ
と

か
ら

す

れ
ば
、

『俊

頼

髄

脳
』

の
題
詠

論

が
詩

文

に

お
け
る
題

の
詠

法

に
学

ん

で

い
る

と

い
う

こ

と
も
当

然

の
こ

と
と
し

て
頷
け

る
。

そ
し

て
、

題
詠

論

①

と

の
関
係

で
す
ぐ

に
思

い
浮

か

ぶ

の
は

「破

題

」
と

い
う
も

の
で
あ

る
。

こ

の

「
破

題
」

は

『
俊
頼

髄
脳

』

の
題

詠
論
①

で

い
う

「
ま

は

し
て
心

を

詠

む
」

と

い
う

詠
法

に
近

い
と
思

わ
れ

る
。

『作
文

大
体

』

の

「詩

雑
例

」

に
は

「破

題

」
に
関
す

る
次

の
よ
う
な
記
述

が
あ

る
の
で
比

較
し

て
み
た

い
。

 

 
破

題

躰

 

 

「
宮

鷺

噂
二
暁

光

・」

題
菅

三
品

詩

日
、

「
西
楼

月
落

花

間

曲
、

中

殿

 

 

燈
残

竹
裏

音
」

是
毎

レ
字
破

レ
題
也

。

「
破

題
」

と

は
同

じ

『作

文
大

体
』

の
律
詩

各
聯

の
名
称

を

記

し
た
箇

所

一17一



に
よ
れ
ば

律
詩

の
胸
句

を

い
い
、
そ

の
胸
句

に
お

い
て
は
題

の
文
字

を

用

い
ず

に
題

意
を

表
す

こ
と

が
求

め
ら

れ
て

い
る
。

右

の
菅

原
道

真

の
詩

の

例

で
は

「
宮

」

が

「
西

楼
」

「
中

殿
」

に
、

「
鷺

噌

」

が

「花

間

曲

」

「竹

裏

音
」

に
、

「
暁
光

」

が

「
月
落

」
「
花

間
」

に
言

い
換

え

ら

れ

て

(
「
ま

は
し

て
」

心

が
詠

ま
れ

て
)

い
る
。

 

ま
た

「
ま

は
し

て
心
を

詠
む

」
詠
法

と

は
関
係

は

な

い
が

、
発
句

(題

目

)

に

つ

い
て
述

べ
た
箇
所

(「
発
句

不
三
必

載
二
尽
題

字

】事
」
)

も
題

詠

論
①

と
関

係
が

あ
り

そ
う

だ
。

そ

の
発
句

に

つ
い

て
は

「
句
題

詩

発
句
悉

載

二
題
字

一常
例

也
」

と

い
う
説

明
が

な
さ

れ
て

い
る
。
句

題
詩

に
お

い
て

は
発
句

で
は
題

の
文
字

を

必
ず
詠

み
入
れ

る
と

い
う

こ
と

で
あ

ろ
う
。

こ

れ
は
題
詠
論
①

の

「必
ず
詠

む

べ
き
文
字
」
に
該
当

は
し

な

い
で
あ

ろ
う

か
。

 

こ

の
よ
う

に

『作

文
大
体

』

の
中

に
は
題

詠
論
①

②

の
詠

法

と
通

じ
る

理

論

を
見

て
取

る
こ

と
が

で
き
る
。

『作

文
大

体

』

の
よ

う
な

詩
学

書

が

題

詠
論
①
②

の
よ

り
所
な

の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

そ
う

し

て
み
る

と
題

詠

論
①
②

に
登

場

す
る

「
ふ

る
き
人

」
や

「
人

」
も
詩

学

に
通

じ
た
者

で

あ
る
可
能

性

が
高

い
。
俊
頼

の
近
辺

で
考

え
れ
ば

父

の
経
信

や

『
俊
頼

髄

脳

』
中

に
登

場

し

て

は
色

々
な
説

を
伝

え

る
匡

房

(伝

本

に

よ

っ
て

は

「
あ

る
人
」

と
匿
名

に
な

っ
て

い
る
場
合

が
あ

る
)
等

が
想

定

で
き

て
興

味

深

い
が
、

今

の
と

こ

ろ
誰

か

に
比

定

す

る
材

料

は
な

い
。

あ

る

い
は

『
作
文
大

体
』

の
よ
う

な
詩

学
書

を

「
ふ
る
き

人
」
、

「
人
し

と

(擬

人
化

し

て
)

呼
ん

で

い
る
と

も
考

え
ら

れ
よ
う

か
。

 

以

上

m
類
本

の
題

詠
論
②

で

い
う

よ
う

に
、

『
俊

頼
髄

脳
』

の
題
詠

論

が
詩
文

に
お
け

る
題

の
詠

法

に
学

ん
で

い
る
ら

し

い
こ

と
も

一
応

確

認

で

き

る
の

で
あ

る
が
、

両
者

は
完

全

に

一
致

す

る
も

の

で
は
な

い
。

む
し

ろ

決
定
的

な
違

い
が
あ

る

と

い
え
る
。

そ

れ
は
詩

文

の

「
破
題

」

が
題

(五

字

か

ら
な
る
句

題
、

そ

れ
以
外

の
非
句

題

)
中

の
文
字

を

用

い
ず

に
題

の

意

を
表

現
す

る

の
に
対
し
、

既

に
確

認

し

て
き

た
通

り
俊
頼

は

「
ま

は

し

て
心
を

詠
む
」

詠
法

を

「素

題
」

に
適

用

し

て

い
る
点

で

あ

る
。

題

詠
論

①

で

は

「
三
文

字

四
文
字

五
文
字

」
か
ら

な
る
題

を
前
提

に
し

て

い
る
が

、

そ

の

こ
と
と

の
齪
齪

に

つ
い
て
俊

頼

は
全

く
無
頓

着

な

の
で
あ

る
。

俊
頼

が

「
ふ
る
き

人
」

か
ら
題

詠
論
①
②

を
ど

う

い
う
状
況

で
聞

き

(読

み
)

知

っ
た

の
か
知

る
由

も

な
な

い
が
、
詩

題

の
詠

法
が
本

来

の
も

の
で
あ

る

と

す

れ
ば

、

こ
う

し
た
俊
頼

の
理
解

は
誤
解

と
言

え

る
か

も
し

れ
な

い
。

 

今
稿
者

は

「
誤
解

」

と

い
う

こ
と
ば

を
使

っ
た
が
、

そ

れ

は
絶
対

的

な

「
正
解
ー

誤
解

」

の
問
題

で

は
な

い
。

俊
頼

に
し

て
み
れ
ば

自

分

の
理
解

は

「
正
解

」

で
あ

ろ
う

し
、
そ

れ
以
外

の
理
解

の
余
地

は

な

か

っ
た

で
あ

ろ
う
。

テ

ク

ス
ト

(読

ん
だ
も

の
で
も
、

聞

い
た
も

の
で
も
)

の
解

釈

は

す

べ
て
読

み
手

に
任

さ

れ

て

い
る
。

 

『俊

頼
髄

脳
』

に
続

く
歌
学

書
、
例

え
ば
前

掲

の

『無

名
抄

」

や

『
和

歌

色
葉

』

な
ど
後

代

の
歌

学
書

が
題

詠
論
①

を

「
結

題
」

の
詠
法

と
し

て

読

み
直

し

て

い

っ
た

の

は
、

詩

題

の
詠

法

を

「
正
解

」

と

す

る

な

ら

ば

「
正

し

い
」

解
釈

に
近

づ

い
た
と

い
え

よ
う
。

し

か
し

そ
れ

は
俊
頼

の
解

釈

は

「
誤
解

」

で
あ

る
と
気

が
付

い
た
上

で
の
意
識

的
な

「
読

み
直

し
」

と
は

思
え

な

い
。

後
代

の
歌
学

書

に
は
俊

頼

の

「
誤
解

」

に
気

が
付

い
た

形

跡

は
見
受

け

ら
れ
な

い
。

恐
ら

く
は
気

付

く
間

も
な
く

題

詠
論
①

は
更

に

「
誤
解

」
が
重

ね
ら

れ
た

、

つ
ま
り

「
正

し

い
」

解
釈

に
戻

っ
て

い

っ

た

の
で

は
な

い
だ
ろ
う

か
。
俊

頼

の

「誤

解

」
が
気

付

か
れ

な

か

っ
た
理

由

と
し

て
は
、

『
俊
頼

髄

脳
』

の
現
存

状

況

か
ら
推

し

て

m
類

本
系

統

の

『俊

頼

髄
脳

』

(唯
独

自

見
抄

)

が
あ

ま

り
流

布

し
な

か

っ
た

の
で

は
な

い
か
と

い
う

こ
と
、

「
結

題
」

の
隆

盛

と

い
う
時
代

の
要
請

か
ら

「
三

文
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字

四
文
字

五
文
字

」
を

「
結

題
」

と
認

識

す
る

の
が
自

然

で
あ

っ
た
と

い

う

こ
と
な

ど
が
考

え
ら

れ

る
。
が
俊

頼

の
解

釈

の
特

異

さ

に
考

え
が

及
ば

な

か

っ
た
と

い
う

こ
と
が

一
番
大

き

な
原

因

か
も
し

れ
な

い
。
後
代

に
お

け

る
題
詠
論

①

の

「誤

解
」

は

必
然
的

だ

っ
た

の
で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。

一一
ノ、

 

 

以
上

『俊

頼
髄

脳
』

の
題

詠
論

を
後

代

の
歌
学

書

の
理
解

(現
在

に
お

け
る

一
般

的
な

理
解

で
も

あ

る
)

に
と
ら

わ

れ
ず

に
、

『
俊
頼

髄
脳

』

の

内
部

、
俊
頼

の
題
詠
歌

か
ら
検

討
し

て
き

た
。

そ
し

て
、
俊

頼

は

『俊
頼

髄
脳

』

の
題
詠

論
を

「
素

題
」

を
念
頭

に
説

い
て

い
た
と

い
う
解
釈

の
可

能
性

を
示

す

こ
と
が

で
き

た

の
で

は
な

い
か
と
思

う
。

 

「
誤
解

(
誤
読

)
」

は

テ

ク

ス
ト

の
持

つ
運

命

で
あ

り
避

け
ら

れ
な

い

も

の
で
あ

る
。

『
俊
頼

髄

脳

』

の
題

詠
論

の
享
受

は
、

そ

し

て
そ

の
成

立

す
ら
も

「
誤
解

」

の
上

に
な

さ
れ

た
。

し
か
し
、

そ

の
後
代

の
歌

人
達

、

歌

学
書

に
与

え
た
影
響

、

現
在

の
研

究

に
ま

で
与

え

た
影
響

の
大

き

さ
を

考

え
る
と
、
こ
の

「
誤
解

」
は
他

に
類
を

見
な

い
も

の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。

 

『
俊
頼

髄
脳

』

の
題
詠

論

は
依
然

と

し
て
多

く

の
問
題

を
含

ん

で

い
よ

う
。
本
稿

で
は
四
種

の
詠

法

の
う

ち

「
ま
は
し

て
心

を
詠

む
」

と

い
う

詠

法

し

か
触

れ

て

い
な

い
。

他

の
三
種

の
詠

法
、
特

に

「
さ
さ

へ
て
あ

ら
は

に
詠

む
」
詠
法

に

つ
い
て
は
検

討

の
余
地

が
あ

る
。

ま
た
、

m
,類

本

の
題

詠
論
②

が
他
系

統

の
本
文

と
大

き

く

こ
と
な

っ
て

い
る

こ
と
を
、

改
作

と

い
う
観
点

か
ら
吟
味

す

る
必
要

も
あ

ろ
う

。
更

に
今

回

は
意

識
的

に
避

け

た

の
で
あ

る
が
俊
頼

の

「
結
題

」
詠

の
検

討

は
急

務

で
あ

り
、
続

稿

と
し

て
も
準

備
中

で
あ

る
。
但

し

、
も

は
や

『
俊
頼

髄
脳

』

の
題
詠

論
と
俊

頼

の

「結

題
」

詠

と
を
安

易

に

「
理
論

と
実

践
」

と

い
う

よ
う

に
結
び

つ
け

て
論

じ

る
こ
と

は

で
き
な

い
。
残

さ

れ
た

課
題

は
多

い
が
、

そ

れ
ら

は
他

日

に
期
す

る
も

の

と
し
、

ひ
と

ま
ず

は
本
稿

を
閉

じ

た

い
と
思

う
。

注

(
1
) 

以
下
本
稿
中

の
俊

頼
髄
脳
諸
本

の
本
文

は
そ
れ
ぞ
れ
紙
焼
写
真

に
よ
る
。
但

 

し
静

嘉
堂

文
庫

蔵

「無

名
抄

俊
頼
」
は

「
静
嘉
堂

文
庫

所
蔵

歌

学
資

料
集

成

 

 

(
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ

ル
ム
版
)」
を
用

い
た
。
引

用
に
際
し
て
は
適
宜
私

に
濁
点

、

 

句
読

点
、
括
弧
等
を
付

し
、
漢
字

は

一
部
を
除
き
通
行

の
字
体

に
改
め
た
。

(
2
) 

「校

本

『簸
河

上
』」

(中

川
博
夫

・
国
文
学
研
究

資
料
館
紀

要
・
第
二

二
号

・

 

平
成

八
年
三
月
)

に
よ
る
。

(
3
) 

日
本
歌
学
大
系
第

三
巻
所
収

「長

明
無

名
抄
」

に
よ

る
。

(
4
) 

『上

野
本
和
歌
色
葉
』

(黒
田
彰

子
編
著

・
昭
和
六
〇
年

・
和
泉
書
院

)
に
よ

 

る
。

但
し
静
嘉
堂
文

庫
蔵

「和
歌
色
葉
」

の
複

製

(古
辞
書
叢
刊

・
昭
和
四
九

 

年

九
月

・
雄
松
堂
書

店
)

で
改
め

た
箇
所

が
あ
る
。
本
論
と

は
直
接

の
関
係
は

 

な

い
が
、
引

用
文
中

の

「さ

・
へ
て
い
ふ
は
は
た
し
な
り
」

の

「
は
た
し
」

の

 

語
義
が
不
明
。

(5
) 

本
稿

で
は

「結

題
」
を

二

つ
以

上
の
事
物
を
結
び

つ
け
た

「複

合
題
」

の
意

 

 
で
用

い
る
。

歌
題
を
通
常
単

に
題

と
呼
ぶ

「素
題
」
と

「複
合
題

」

に
分
け

る

 

考

え
方

は
松

野
陽

一
氏

の

「平

安
末
期

の
百
首
歌

に

つ
い
て
」

(東
北
大

学
教

 

養
部
紀
要
第

二
五
号

・
昭
和

五
二
年

二
月
/
後

に

『鳥
帯
 
千

載
集
時
代
和
歌

 

 
の
研
究
』
〈
平
成
七
年

=

月

・
風
間
書

房
〉
に
所
収
)

に
よ

る
。

(6
) 

当
該
箇

所
の
表
現

と
古
今
集
を

は
じ
め
と
す
る
和
歌

の
表
現

と

の
類
似

に

つ

 

 
い
て
は
橋
本

不
美
男
氏
校

注

の

「俊
頼

髄
脳
」

(日
本
古
典

文
学
全
集

「
歌
論

 

集
」
所
収

・
昭
和
五

〇
年

四
月

・
小
学
館
)

に
指
摘

さ
れ
て

い
る
。

(7
) 

「
た

と

へ
ば
」
以
降

の
記
述
と
両

百
首

の
題

と
の
関
係

に

つ
い
て
は
既

に
上

 

 
野

理
氏

の

『後

拾
遺

集
前

後
』

(昭

和

五

一
年

四
月

・
笠
間

書

院
)
第

八
章

 

 

「後
拾

遺
集

か
ら
金
葉
集

へ
」
五

「堀

河
百
首

と
俊
頼
」、

注

(5
)
の
日
本

 

古
典
文
学
全
集

の

「
俊
頼
髄
脳
」

の
当
該
箇
所

の
頭
注
等

に
指
摘

さ
れ
て
る
。

(8
) 
注

(5
)
参
照
。

(9
) 

俊
頼

髄
脳

の
題
詠
論

を
め
ぐ

っ
て
は
既

に
先
学
諸
氏

に
よ
る
多
く

の
研
究

が
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あ

る
。

以
下
に
主
要
な

も
の

の
み
を
挙
げ

る
。

田
中
正
男
氏

「題
詠

に
於
け

る

 
 
結
題

の
隆
盛

と
そ

の
詠
歌

法
」

(國
學
院
大
学

大
学
院
文
学
研

究
科
論
集
第

五

 
 
号

・
昭

和

五
五
年

八

月
)、

田
村
柳

壼
氏

「
題
1

「
結
題

」
と

そ

の
詠

法

を

 
 
め
ぐ

っ
て
ー
」

(『論

集

 
和

歌
と

レ
ト
リ

ッ
ク
』

・
昭
六

一
年
九
月

・
笠
間
書

 
 
院
)、

中

田
大
成

氏
①

「
題
詠

に
於

け

る

「
ま
は
し

て
心
を
詠

む
」
文
字

に

つ

 
 
い
て
」

(和
歌
文
学
研
究

・
第
六
〇
号

・
平
成

二
年
四
月
)、
②

「定
家

「院
句

 
 
題

五
十
首

」
の
結
題
詠
法

に

つ
い
て
1

花

・
月
結
題
歌

の
分
析
を
中
心

に
ー
」

 
 

(
『王
朝
文
学
資
料
と
論
考
』

・
平
成

四
年

八
月

・
笠
間
書
院
)、
③

「定
家

の
結

 
 
題
詠

の
実
際
と
そ
の
指

導
1

『後
鳥

羽
院
御

口
伝
』
の
定
家
像
と

『長
綱
百
首
』

 
 
定
家

評

の
齪
館

を
め
ぐ

っ
て
ー
」

(国
文
学
研
究

・
第

一
〇
九

集

・
平
成
五
年

 
 
三
月
)
、
家
永
香
織
氏
①

「「
ま
は
し

て
心
を
よ

む
」
詠
法

に
関

す
る

一
考
察
」

 
 

(中
世

文
学
第
三
九
号

・
平
成
六
年
六
月
)
、
②

「『為
忠
家
両
度
百
首
』

に
関

 
 
す

る

 
考
察
-

結
題

の
詠
法
を
め
ぐ

っ
て
i

」

(『論
集

中

世
の
文
学
韻
文
篇
』

 
 
平
成
六
年
七
月

・
明
治

書
院
)

(10
) 

「俊

頼
自
身

の
理
解

」
と

い
う
言

い
方

を
し

た
が
、

こ
の
場
合

の

「俊
頼

」

 
 
は

『俊
頼
髄

脳
』
や
彼

の
和

歌
と

い

っ
た
作
品

に
見
出

せ
る

「俊
頼
」

で
あ

っ

 
 
て
、
本
稿

は
実

際

の
俊
頼

が
本
当
は
ど
う
理
解

し
て
い
た
か
と
い
う

こ
と
を
明

 
 
ら

か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
る
の
で
は
な

い
。

(11
) 

国
会
本

は
そ

の
奥
書

か
ら
定
家
本
と
呼
ば

れ
て

い
る
が
そ
の
確
証

は
な

い
。

 
 
定
家
本

と

い
う
呼
称
が

通
行
し

て
い
る
た

め
本
稿

に
お
い
て
も
そ
の
呼
称

を
用

 
 
い
た
が
、
推
定

を
意
味

す
る

〔

〕
を

付
け
た
。

(12
) 
静

嘉
堂
文
庫

蔵

「俊

頼

口
傳
集
」

(一宝

i
お

ー
一。。観
。。)

に
見
ら
れ

る
岡

本

 
 
保
孝

に
よ
る
校
合
本

文

(「
一
本
」
)
が

〔定
家
〕
本

と
同
じ
系
統
の
本
文
で
あ
る
。

(13
)

井

上
了

「俊

秘
抄

考
」

(国

語
2
1

3

・
昭
和

一
二
年

七
月
)
、
久
曾
神

昇

 
 

「俊
秘

抄

に
つ
い
て
」

(国
語

と
国
文
学
16
1

3

・
昭
和

一
四
年
三
月
)
、
岡
田

 
 
希

雄

「
久
曾
神

氏

の

「俊

秘
抄

に

つ
い
て
」

を
読
む
」

(国
語
国
文

9
1

9

・

 
 
昭
和

一
四
年
九
月
)
、
橋
本

不
美
男

「「俊
頼
髄
脳

」
成
立
考

」

(『鈴
木
知
太
郎

 
 
博

士
古
希
記
念

国
文

学
論
放
』

桜
楓
社
/

昭
和
五
〇
年

一
〇
月
)、
赤
瀬

(北

 
 
村
)

知
子

「俊

頼

か
ら

顕
昭

・
定
家

へ
ー

『
俊
頼
髄

脳
』
を

め
ぐ

っ
て
ー

」

 
 

(国
語

国
文
50
1

7

・
昭
和
五
六
年
七
月

)
「
『俊
頼
髄
脳
』

に
お
け
る
享

受
と

 
 
諸
本
i
諸

本
論

の
た
め
の
試
論
ー

」

(国
語
国
文

51
1
8

・
昭
和
五
七
年

八
月

)、

 
 
今
井
優

「
「俊
秘

抄
」
伝
来
諸
本

の
原
型
推
考

」

(語
文

〔大
阪
大
学

〕
48

・
昭

 
 
和
六

二
年

二
月
)
、
俊
頼
髄
脳
研

究
会

『顕
昭
本
俊

頼
髄
脳

(第

一
稿
)
』
「解
題

」

 
 

(平

成
八
年

三

月
)、

日
比

野
浩
信

『
久
迩
宮

旧
蔵
俊

頼
無

名
抄
』

「解

題
」

 
 

(平
成
七
年

一
二
月

・
未
刊
国
文
資
料
)

(14
) 

「
俊
頼
髄
脳

の
伝
本

の
再
検
討
-
俊
頼
髄
脳
伝
本
考
続
 
ー

」

(平
成

七
年
五

 
 
月

二
〇

日
和

歌
文
学
会
 
於
早
稲

田
大
学

)。

(15
) 

「
建
久

四
年

十

一
月
十
四
日
之
夜
亥
時
、
於
大
雲
院
御
所
以
書
写
本

一
校

畢
、

 
 
書
爲

以
後

已
十

一
ヶ
年
也
」

(16
) 

「壽
永

二
年

八
月

二
日
、
於
紫

金
塁
寺
見
合

了
、
依
知
足
院

入
道
殿
下

命
奉

 
 
為
賀
陽
院
俊

頼
朝
臣
所
作
、
今
顕
家
朝
臣
本
号
俊
秘
紗
」

(17
) 

久

曾
神

氏
、
赤
瀬

氏
の

い
う
顕
昭
本

の
逸
脱
本
あ
る

い
は
略
本
系

と
、
私

に

 
 
分
類

し
た
H
類
本

と
で
は
か
な
り

の
伝
本
が
重
な

る
が
、

そ
の
伝
本

中

に
は
顕

 
 
昭

と
は
全
く
関
係

の
な

い
伝
本
が
数
多
く
含
ま
れ
、
両
氏

の
言

う
よ
う
な
顕
昭

 
 
本

と

い
う
系
統

の
立
て
方
で
整
理
す

る
に
は
問
題
が
あ

る
と
思

わ
れ
る
。
顕
昭

 
 
本

と
呼
ぶ

こ
と

の
で
き
る
伝
本

は
か
な
り
限
ら
れ

る
。

ま
た
同
様

に
逸
脱
本
、

 
 
略
本

と

い
う
整
理

の
仕
方
も
不
充
分

で
あ

る
と
考
え

て
い
る
。

1
類
か
ら
m
類

 
 
の
系

統
問

の
違

い
は
恐
ら
く
は
俊
頼

の
俊
頼
髄
脳

の
執
筆

が
数
次

に
亙

っ
て
い

 
 
た
こ
と
に
よ
る
と
思

わ
れ
る
。

(18
)

注

(9
)

の
中

田
氏
論
文
③

(19
) 

「花

の
散

る
」

(「落
花
」
)
や

「帰
雁
」

は
注

(5
)

の
松

野
氏
の
分
類

に
よ

 
 
れ
ば

「複

合
題
」

に
分
類
さ
れ
る
が
、
「落
花
」
は

『永
久
百
首
』

に

「帰
雁
」

 
 
は

『永
久

百
首
』

に
見
ら

れ
、

「素
題
」

と
同
じ
よ
う

に

一
つ
の
概
念

を
表

し

 
 
て

い
る
と
考
え
ら

れ
る
。

(
20
) 

六
首

の
出
典

を
次

に
示
す
。
題
詠
歌

で
な

い
こ
と
は
各

歌
集

を
参
照
す

れ
ば

 
 
明
ら
か
で
あ
る
。

 
 
 

〈
一
九
七
〉
古
今
集

・
一
〇
九
/
古
今
六
帖

・
四
〇
五
三
/
素
性
集

・
一
五

 
 
 

〈
一
九

八
V
拾

遺
集

・
一
〇

五
五
/
拾
遺
抄

・
三
九

七
/
和
漢
朗
詠
集

・
一

 
 
 
 

 
 
 
 
三
二
/

公
忠

集

・
五

 
 
 

△

九
九
〉
古
今
集

・
九
九
/
古

今
六
帖

・
四
〇
五

「
/
素
性
集

・
三
九

 
 
 

〈
二
〇
〇
〉
拾
遺
集

・
↓
一
五
/
拾
遺
抄

・
夏

・
七
四
/
貫
之
集

・
四
六
二

 
 
 

く
二
〇

一
V
万
葉
集

・
一
九

・
四

一
六
九
/
古
今
六
帖

・
四
三
七
九
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〈
二
〇

二
〉
拾
遺
集

・
二
二
〇
/
拾
遺
抄

・
=
二
四
/
遍
昭
集

・
二
九

(21
)

注

(
9
)

の
田
村
氏
論

文

に
よ
れ
ば
、
「
結
題
」

と

い
う
語

の
用
例
は
早

く

 
 
文

治

・
建
久
期
の
俊
成

の
言
説

に
求

め
ら
れ
、

い
わ
ゆ
る
新
古
今
時
代

に
な
り

 
 
普
遍

化
す
る

に
至

っ
た
と

い
う
。
俊
頼

の

『俊
頼

髄
脳
』

の
題
詠
論

の
理
解

と

 
 
い
う
こ
と
を
考
え
る
際

に

「結
題
」

と
い
う
概
念

を
自

明

の
こ
と
と

し
て
は
語

 
 
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
常

に

「
 
」
に
入
れ
て
考
え
る

べ
き
で
あ
る
。

(22
) 

以
下
和

歌
の
引

用
は
す
べ
て
新
編

国
歌
大
観

に
よ
る
。

(23
) 

『校
本
堀
河
院
御
時
百
首

歌
と
そ

の
研
究
古
注

・
索
引
篇
』

(橋

本
不
美
男

・
滝

 
 
沢
貞
夫

・
昭
和

五
こ
年

四
月

・
笠
間
書
院

)
に
よ
る
。

(24
) 

久

曾
神

昇

『校
本

八
雲
御
抄
と
そ
の
研
究

』

(昭
和

一
四
年
九
月

・
厚
生
閣
)

 
 
に
よ
る
。

(25
) 

小
沢
正
夫

「作
文

大
体

の
基
礎

研
究
」

(愛

知
県
立

女
子
大
学
説

林

・
第

一

 
 

一
号
)

に
よ
る
。

以
下

の

『作
文

大
体
』

の
解

釈

は
堀

川
貴
司
氏

の

「
「
元
久

 
 
詩

歌
合
」

に
つ
い
て
ー

「詩
」

の
側
か
ら
ー

」

(国

語
と
国
文
学

71
-

1

・
平

 
 
成

六
年

一
月
)
を
参
考

に
し
て

い
る
。

〈付
記
〉

 
 
『俊
頼
髄
脳
』
の
伝
本
の
調
査
に
あ
た
り
、
貴
重
な
資
料
の
閲
覧
を
御
許
可

い
た

だ
い
た
諸
図
書
館

・
文
庫
の
方
々
に
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(い
く
ら
 
ふ
み
と
)
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